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る。
韓
国
を
含
め
た
儒
教
文
義
が
日
本
仏
教
に
影
響
を
与
い
る
の
に
対
し
て、
仏
教
に
ん。
今
日
は
民
主
主
義
の
時

化
圏
は
宗
教
と
いっ
た
場
合
え
て
い
て、
そ
う
い
う
宗
教
も
各
派
が
あ
り
な
が
ら
も
共
代
に
あっ
て
多
様
な
価
値
観

に、
そ
れ
は
む
し
ろ
道
徳
的
観
を
日
本
人
は
持
っ
て
い
存
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で

規
範
と
か
規
律。
倫
理
と
い
る。
し
か
も
そ
の
宗
教
観
の
す。
そ
れ
を
考
え
る
と
日
本
す。
ファ
シ
ズ
ム
の
時
代
と

っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
根
底
は
祖
先
崇
拝
で
す。
私
の
宗
教
的
伝
統
と
い
う
も
の
は
まっ
た
く
違
う
の
で
す。

ん。

の
菩
提
寺
は
曹
洞
宗
で
す
は
捨
て
難
い。

自
由
と
民
主
主
義
の
基
盤
の

対
し
て、
少
な
く
と
も
宗
教
人
は
あ
ま
り
宗
教
心
が
な
い

だ
か
ら
マ
ッ
ク
ス・
ワェ
が、
お
盆
に
は
必
ず
精
霊
棚

で
す
か
ら、
あ
ま
り
日
本
上
に
立っ
て
い
る
国
を
愛
す

心
や
神
仏
を
畏
敬
し
た
り、

こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
lパ
l
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
粉
飾っ
て
お
墓
か
ら
先
祖
を
人
は
宗
教
心
が
な
い
か
ら
け
る
心
と、
そ
う
い
う－
の
が

尊
敬
す
る
よ
う
な
気
持
ち
を
見
方
を
示
し、
宗
教
心
を
き
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
お
迎
え
し
ま
す。
毎
年
こ
れ
し
か
ら
ん
い
う
こ
と
は
ど
う
な
い
時
代
の
愛
国
心
を一
緒

教
育
の
中
に
採
り
入
れ
るべ
ち
ん
と
教
え
るべ
き
で
あ
る
義
の
精
神』
に
あ
る
よ
う
な
を
す
る
こ
と
で
何
と
な
く
安
か
｜｜
そ
ん
な
考
え
を
私
は
く
た
に
し
て
論
じ
る
か
ら
お

日
川
臨
時
記
昨
日

捨
て
難
い
日
本
の
宗
教
的
伝
統

代
以
来
の
教
育
改
革
国
民
会
一
神
教
で
あ
り、
絶
対
神
を
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踏
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レlu
岡主
躍汁
こ
b

す
の
で、
そ
の
辺
り
か
ら
出
他
の
豪
語
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て
排
他
的
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き
た
よ
う
で
す。

ー
な
面
が
強
い。
と
こ
ろ
が
日
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中
教
審
委
員
に
は
ク
リ
ス
本
の
伝
統
は、
宗
教
心
が
な
禁
欲
主
義
が
近
代
の
産
業
化
心
感
が
得
ら
れ
る。
そ
れ
が
申
し
ま
し
た」

か
し
い
の
で
す」

チ
ャ
ン
や
ミ
ッ
ショ
ン
系
大
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら、
儒
を
も
た
ら
し
た
こ
と
と
は
違
日
本
宗
教
の
伝
統
で
あ
っ

基
本
理
念
の
「
国
を
愛
す

宗
教
教
育
の
具
体
的
方
法

学
の
学
長
も
い
らっ
し
ゃ
い
教
の
影
響
も
あ
る
と
思
い
ま
う。
日
本
の
場
合、
儒
教
と
て、
こ
れ
は
決
し
て
否
定
さ
る
心」（
愛
国
心）
へ
の
反
発
に
つ
い
て。

ま
す。
答
申
で
は、
そ
う
し
す
が、
他
の
宗
教
に
対
し
て
いっ
て
も
『
論
語
と
算
盤』

れ
る
も
の
で
は
な
い。

も
あ
る
よ
う
で
す
が。

「
世
界
の
宗
教
は
文
化
で

た
方
た
ち
の
意
見
も
か
な
り
も
寛
大
な
の
で
す。
神
道
と
と
い
わ
れ
る
よ
う
に、
決
し

す
な
わ
ち
同
じ
イ
ス
ラ
ム

「
委
員
は、
政
治
や
党
派
あ
り
文
明
で
す。
現
在
は
そ

尊
重
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
仏
教
が
共
存
し、
中
国
で
も
て
禁
欲
的
で
は
な
い
の
で
で
も
派
が
違
う
と
異
端
者
と
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
う
い
う
人
類
が
生
ん
だ
文
化

す。
そ
の
方
た
ち
は、
日
本
儒
教
と
道
教
が
共
存
し
て
い
す。
つ
ま
り
儒
教
的
合
理
主
し
て
対
立
が
起
き
た
り
し
て
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
公
明
党
・
文
明
を
詳
し
く
教
え
て
い

、

〆

は、
国
家
が
愛
国
心
を
押
し
る
と
は
い
え
ま
せ
ん。
何
か

ヘ
中

教
審
委
員J

つ
け
よ
う
し
て
い
る
と。
し
を
教
え
る
こ
と
は
特
定
の
宗

戸
国際社会学者、

か
し
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
教
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る

宗
教
教
育
の
重
要
性・
必

要
性
は
宗
教
者
も
よ
く
認
識

し
て
い
る。
中
央
教
育
審
議

会
（
中
教
審）
で
の
教
育
基

本
法
見
直
し
論
議
で
は、
宗

教
教
育
に
つ
い
て
結
構
議
論

さ
れ
た
と
い
う。
委
員
の一

人
で
あ
る
中
嶋
嶺
雄
氏
（
国

際
社
会
学
者、
前
東
京
外
国

語
大
学
学
長）
に
聞
い
た。

中
教
審
で
の
宗
教
教
育
議

論
に
つ
い
て。

「
文
科
省
側
は
中
教
審
に

中
嶋

嶺
雄

に
聞
く

と
か、
ま
た
そ
ん
な
こ
と
を

言
う
人
が
い
る
も
の
だ
か

ら、
教
育
一
で
ほ
ほ
と
ん

ど
宗
教
に
aい
て
触
れ
て
い

な
い
と
思’
平ん
で
す。

歴
史
と
牛て
お
釈
迦
様
が

い
つ
生
ま
宇た
と
か、
キ
リ

ス
ト
は
ど
品だっ
た
と
い
う

こ
と
は
教
ふて
い
る
で
し
ょ

う。
も
う
沙
し
突
っ
込
ん

で、
例
え
ば聖
書
を
読
ん
で

み
る
と
か、出
コ
i一フ
ン
を
読

ん
で
み
る
とか。
色
々
学
ぶ

こ
と
は
異
文
化
に
対
す
る
国

際
理
解
を
－め
る
乙
と
に
も

つ
な
が
り
去す」

仏
教
界
一
し
て。

「
長
い
読
は
あ
る
の
で

す
が、
逆
十そ
こ
に
安
住
し

て
い
な
い
お。
も
う
少
し
社

会
性、
国
旗性
が
あつ
で
も

い
い
し、
み
う
し
た
公
共
心

を
仏
教
界
が
考
え
て
い
く
こ

と
が、
仏
教
が
現
代
に
意
味

毒っ
て告
て
い
く
こ
と

で
は
な
い
か
と、
そ
ん
な
風

に
思
い
ま
主」


